
こ
の
た
び
新
た
に
当
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
加
わ
っ

た
逸
品
。
江
戸
後
期
の
画
家
、
椿つ
ば
き

椿ち
ん

山ざ
ん

に
よ
る
画
巻

で
全
九
図
か
ら
な
る
。久
能
山
周
辺
か
ら
は
じ
ま
り
、

箱
根
・
賽
の
河
原
へ
と
至
る
東
海
道
沿
い
の
風
景
を

描
く
。
こ
れ
ら
の
中
に
は
清
水
や
田
子
ノ
浦
な
ど
駿

州
か
ら
眺
め
た
富
士
を
描
く
五
図
が
含
ま
れ
る
。
こ

の
図
は
原
と
吉
原
の
間
か
ら
望
む
、
白
雲
を
ま
と
う

富
士
山
か
ら
愛
鷹
山
に
か
け
て
の
光
景
（
裏
表
紙
も

参
照
）。
小
画
面
な
が
ら
そ
の
雄
大
な
パ
ノ
ラ
マ
を

み
ご
と
に
捉
え
て
い
る
。
道
往
く
人
や
か
わ
い
ら
し

い
家
々
も
旅
情
を
誘
う
。
椿
山
に
は
他
に
国
の
重
要

文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
同
題
の
三
巻
本
が
知
ら

れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
と
元
来
一
具
で
あ
っ
た
可
能
性

も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
江
戸
時
代
の
静
岡
の
麗
し
き

風
景
を
伝
え
る
、
当
館
の
新
た
な
目
玉
と
な
る
作
品

で
あ
る
。

（
学
芸
員

浦
澤
倫
太
郎
）

Amaryllis
アマリリス
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T O P I C S

　

私
た
ち
の
美
術
館
は
静
岡
市
南
東
部
の

有う

度ど

山さ
ん

と
呼
ば
れ
る
丘
陵
地
帯
の
中
腹
に

あ
る
。す
ぐ
東
隣
に
県
立
図
書
館
が
あ
り
、

や
や
下し

も

手て

に
県
立
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
が

ひ
ろ
が
る
、
と
い
う
配
置
で
あ
る
。
県
立

の
こ
の
三
施
設
は
、
他
に
埋
蔵
文
化
財
セ

ン
タ
ー
、グ
ラ
ン
シ
ッ
プ
、Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
（
静

岡
県
舞
台
芸
術
セ
ン
タ
ー
）
と
い
う
近
隣

の
県
立
施
設
と
と
も
に
、
二
〇
〇
六
年
以

来
「
ム
セ
イ
オ
ン
」
と
称
す
る
連
携
組
織

を
つ
く
り
、
と
も
に
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
活

動
を
企
画
し
、交
流
を
進
め
て
き
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
施
設
の
な
か
で
も
図
書
館
は

一
九
二
五
年
開
設
、
一
九
七
〇
年
に
現
在

地
に
新
築
移
転
し
た
と
い
う
か
ら
、
一
番

の
老し

に
せ舗

で
あ
る
。
蕃
書
調
所
な
ど
の
江
戸

幕
府
旧
蔵
書
「
葵
文
庫
」
と
い
う
宝
も
の

を
保
管
す
る
こ
と
で
有
名
だ
が
、
ま
た
私

た
ち
に
と
っ
て
は
至
極
便
利
で
快
適
な
書

斎
。
こ
ち
ら
が
探
す
程
度
の
新
旧
の
書
物

は
す
ぐ
に
検
索
し
て
貸
出
し
て
く
れ
る
。

そ
の
上
に
、
同
館
入
口
の
ホ
ー
ル
の
棚
に

は
、
大
概
の
場
合
、
美
術
館
で
開
催
中
の

企
画
展
に
関
連
す
る
書
物
を
選
び
だ
し
て

並
べ
て
お
い
て
く
れ
る
。
そ
の
ゆ
き
届
い

た
配
慮
に
感
心
し
、感
謝
す
る
ば
か
り
だ
。

　

県
立
大
は
美
術
館
よ
り
一
年
早
く
創

立
、
今
年
が
三
十
周
年
に
な
る
。
前
学
長

の
木
苗
直
秀
教
授
や
特
任
教
授
の
立
田
洋

司
氏
と
は
ム
セ
イ
オ
ン
で
の
親
交
が
あ

り
、
最
近
で
は
理
事
長
の
本
庶
佑
博
士
に

も
と
き
お
り
お
目
に
か
か
る
。
と
こ
ろ
が

こ
の
大
学
で
問
題
な
の
は
、
学
生
さ
ん
た

ち
と
美
術
館
で
お
目
に
か
か
る
こ
と
が
余

り
に
も
少
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
大
学
か

ら
は
美
し
い
林
の
中
の
散
歩
道
を
わ
ず
か

五
分
、
絶
好
の
デ
ー
ト
コ
ー
ス
で
は
な
い

か
。毎
週
の
よ
う
に
遊
び
に
来
て
欲
し
い
。

し
か
も
大
概
は
入
場
無
料
で
、
目
下
開
催

中
の
石
田
徹
也
展
で
も
、
こ
の
あ
と
の
篠

山
紀
信
展
や
ス
イ
ス
デ
ザ
イ
ン
展
で
も
、

若
い
彼
ら
を
必
ず
や
自
他
の
新
発
見
に
う

な
が
し
て
く
れ
よ
う
。

　

た
し
か
に
、
大
学
で
は
学
生
も
教
授
も

み
な
そ
れ
ぞ
れ
に
忙
し
い
。
誰
か
が
イ
ニ

シ
ア
テ
ィ
ブ
を
と
っ
て
「
そ
う
だ
、
美
術

館
、
行
こ
う
」
と
で
も
言
い
出
さ
ぬ
限

り
、
毎
週
お
き
ま
り
の
日
程
か
ら
は
脱
け

だ
し
に
く
か
ろ
う
。
―
―
だ
が
そ
れ
な
ら

ば
、
と
美
術
館
の
館
長
は
考
え
る
。
本
館

に
十
名
ほ
ど
は
い
る
学
芸
員
が
、
毎
週
交

替
よ
り
は
一
ヶ
月
交
替
ぐ
ら
い
で
、
非
常

勤
講
師
と
し
て
お
隣
に
出
か
け
て
、
毎
週

一
コ
マ
で
も
授
業
を
し
て
学
生
さ
ん
た
ち

を
挑
発
し
誘
導
す
る
、
と
い
う
の
は
ど
う

だ
ろ
う
。

　

学
芸
員
は
自
分
が
い
ま
研
究
し
て
い
る

美
術
史
の
問
題
、
あ
る
い
は
主
担
当
と
し

て
編
成
し
た
美
術
展
・
文
明
展
に
か
か
わ

る
問
題
を
、
薀
蓄
と
情
熱
を
傾
け
て
若
い

人
た
ち
に
語
る
の
だ
。
そ
の
講
義
あ
る
い

は
演
習
の
う
ち
二
、
三
回
は
学
生
た
ち
を

美
術
館
に
連
れ
て
き
て
実
物
を
前
に
し
て

そ
の
面
白
さ
を
説
け
ば
よ
い
。
い
ま
県
立

大
は
人
文
社
会
系
の
「
国
際
関
係
学
部
」

を
中
心
と
し
て
学
科
と
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の

再
編
成
を
真
剣
に
考
え
て
い
る
ら
し
い
。

そ
の
な
か
に
本
館
提
供
の
東
西
藝
術
史
、

日
本
文
化
史
な
い
し
富
士
山
学
の
一
系
列

を
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ
の
必
須
の
課
目
と

し
て
組
み
入
れ
て
貰
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
交
流
は
む
し
ろ
美
術
館
側
に
こ
そ

大
き
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
授
業
で
は
、
あ
る
程
度
筋
道
を
立
て

て
、
文
献
を
読
ま
せ
絵
を
見
せ
つ
つ
、
自

分
の
研
究
を
面
白
く
わ
か
り
や
す
く
学
生

た
ち
に
伝
え
、
彼
ら
の
心
身
に
知
的
刺
激

を
与
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
声
も
大
き
く
明

朗
に
し
、
学
生
た
ち
の
反
応
に
も
臨
機
応

変
に
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
学
芸

課
の
狭
い
室
内
で
、
仲
間
う
ち
で
見
つ
め

あ
い
囁
き
あ
っ
て
い
る
状
況
か
ら
の
、
一

つ
の
脱
出
路
で
あ
り
、
解
放
で
あ
る
。
学

芸
員
の
職
務
の
第
一
は
研
究
、
そ
の
本
館

創
立
以
来
の
理
念
の
再
確
認
に
も
大
い
に

有
効
な
試
み
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

富
士
宮
市
に
は
二
年
後
に
は
県
立
の
富

士
山
世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー
が
稼
動
す
る
。

有
度
山
西
麓
に
は
同
じ
く
県
立
の
ふ
じ
の

く
に
地
球
環
境
史
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
が
や
が

て
創
設
さ
れ
る
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
新
機

関
と
も
親
密
に
連
携
し
、
競
い
あ
っ
て
、

美
術
館
を
さ
ら
に
開
か
れ
た
多
忙
で
活
気

あ
る
日
本
文
化
研
究
の
中
核
と
し
て
い
こ

う
で
は
な
い
か
。

創
立
三
十
周
年
を
前
に
、
二
歩
前
進
！館

長
　
芳
賀　

徹
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二
月
中
旬
、
教
育
普
及
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

な
か
の
美
術
館
教
室
の
一
つ
、
粘
土
教
室

が
今
年
度
の
実
施
予
定
分
を
終
え
た
。
最

終
日
、
参
加
し
た
団
体
は
特
別
支
援
学
校

の
幼
稚
部
十
名
と
三
保
育
園
合
同
実
施
の

六
十
五
名
。
子
ど
も
た
ち
の
明
る
く
元
気

な
笑
顔
と
口
々
に
出
て
く
る
「
楽
し
か
っ

た
」
の
声
は
い
つ
も
と
変
わ
ら
ず
耳
に
す

る
こ
と
が
で
き
た
。

園
児
や
児
童
、
生
徒
を
対
象
と
し
た
学

校
団
体
向
け
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
で
は
粘

土
教
室
・
絵
の
具
教
室
の
人
気
が
最
も
高

く
、
抽
選
の
結
果
に
よ
り
参
加
希
望
が
叶

わ
な
い
団
体
も
多
い
。
体
験
い
た
だ
い
た

園
や
学
校
か
ら
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
子
ど

も
た
ち
だ
け
で
な
く
、
引
率
の
先
生
の
満

足
度
も
高
い
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
れ
ら
の

活
動
は
美
術
館
な
ら
で
は
と
い
う
特
色
を

生
か
し
た
、
園
や
学
校
と
の
連
携
を
深
め

る
柱
の
一
つ
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
現

在
、
美
術
館
教
室
と
い
う
名
目
で
設
定
し

て
い
る
園
・
学
校
向
け
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は

全
部
で
十
あ
る
。
多
く
が
鑑
賞
系
の
プ
ロ

グ
ラ
ム
で
あ
り
、
粘
土
・
絵
の
具
教
室
に

代
表
さ
れ
る
制
作
系
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
含

め
、
指
導
者
や
進
行
役
が
主
体
と
な
っ
て

成
り
立
つ
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
う
い

っ
た
中
、
教
育
普
及
で
は
新
た
な
取
り
組

み
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
そ
れ
が
ア
ー
ト

カ
ー
ド
で
あ
る
。
ア
ー
ト
カ
ー
ド
自
体
は

既
に
多
く
の
美
術
館
に
お
い
て
貸
し
出
し

や
販
売
、
出
張
授
業
等
で
用
い
ら
れ
て
お

り
、
全
国
で
鑑
賞
用
の
教
材
と
し
て
の
認

識
が
広
が
り
つ
つ
あ
る
。

当
館
の
収
蔵
品
を
も
と
に
作
成
し
た
四

十
八
枚
の
ア
ー
ト
カ
ー
ド
は
鑑
賞
支
援
教

材
と
し
て
平
成
二
十
七
年
四
月
よ
り
、
運

用
を
予
定
し
て
い
る
。
販
売
は
行
わ
ず
、

貸
し
出
し
教
材
、
ま
た
は
出
張
授
業
で
使

用
す
る
も
の
と
な
る
が
、
ア
ー
ト
カ
ー
ド

に
期
待
さ
れ
る
こ
と
は
、
遊
び
な
が
ら
学

ぶ
こ
と
の
で
き
る
学
習
教
材
と
し
て
の
使

用
で
あ
る
。
ア
ー
ト
カ
ー
ド
に
は
作
品
名

も
作
家
名
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。
作
品
の

画
像
写
真
と
カ
ー
ド
番
号
、
天
地
を
表
す

矢
印
が
印
刷
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

児
童
・
生
徒
は
、
ま
ず
カ
ー
ド
を
手
に
取

っ
て
そ
の
作
品
だ
け
を
目
に
す
る
、
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
勿
論
、
は
が
き
大
く
ら

い
の
サ
イ
ズ
に
印
刷
さ
れ
て
い
る
カ
ー
ド

か
ら
は
実
物
だ
け
が
持
つ
、
色
や
質
感
、

大
き
さ
と
い
っ
た
実
感
は
得
ら
れ
な
い
。

だ
が
、
ア
ー
ト
カ
ー
ド
の
手
に
取
り
や
す

さ
は
、
四
十
八
枚
の

中
か
ら
児
童
・
生
徒

自
身
が
好
き
な
作
品

を
選
び
、
作
品
に
つ

い
て
自
分
の
意
識
を

向
け
、
言
葉
や
体
で

表
現
す
る
と
い
っ
た

活
動
を
自
ず
と
ひ
き

お
こ
す
可
能
性
に
繋

が
る
だ
ろ
う
。
目
に

す
る
機
会
が
増
え
る
こ
と
で
子
ど
も
た
ち

の
想
像
力
や
感
想
が
深
ま
る
の
で
あ
れ

ば
、
美
術
館
に
来
館
す
る
こ
と
を
考
え
に

く
い
昨
今
の
園
や
学
校
の
引
率
管
理
事
情

に
先
生
方
が
頭
を
悩
ま
せ
る
こ
と
な
く
、

ア
ー
ト
カ
ー
ド
を
利
用
す
る
意
義
、
ひ
い

て
は
本
物
の
作
品
を
鑑
賞
し
た
い
と
い
う

意
欲
が
芽
生
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

今
年
度
は
試
験
的
に
ア
ー
ト
カ
ー
ド
の

貸
し
出
し
や
出
張
授
業
等
、
多
く
の
体
験

に
携
わ
っ
て
き
た
。
蓋
を
開
け
て
み
な
け

れ
ば
わ
か
ら
な
い
が
、
体
験
さ
れ
た
先
生

方
か
ら
は
実
際
の
鑑
賞
に
繋
げ
た
い
と
い

っ
た
手
応
え
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
て
い

る
。
ア
ー
ト
カ
ー
ド
も
粘
土
教
室
同
様
に

園
や
学
校
と
の
連
携
を
深
め
る
柱
の
一
つ

と
な
る
よ
う
、
じ
っ
く
り
と
推
し
進
め
て

い
き
た
い
。

任意で選んだカードがどのカードか当てる活動風景

カードとカードの共通点を発表しあう活動風景

教
育
普
及
の
新
た
な
取
り
組
み
ア
ー
ト
カ
ー
ド

主
査
　
神

谷

洋

介
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新収蔵品 紹 介

　

開
館
以
来
、
当
館
で
は
購
入
の
他
、
多

く
の
方
の
に
寄
贈
い
た
だ
く
こ
と
で
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
の
形
成
を
続
け
て
参
り
ま
し

た
。「
東
西
の
風
景
画
」
や
「
静
岡
ゆ
か

り
の
美
術
」
を
収
集
方
針
の
主
軸
と
し
、

総
数
は
二
六
〇
〇
件
を
越
え
る
ま
で
に
な

り
ま
し
た
。

　

平
成
二
十
六
年
度
は
一
件
の
作
品
を
購

入
し
、
ま
た
四
十
一
件
に
お
よ
ぶ
作
品
を

ご
寄
贈
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

こ
こ
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
つ
い

て
、
担
当
の
学
芸
員
よ
り
そ
の
概
要
を
ご

紹
介
い
た
し
ま
す
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
作

品
は
「
新
収
蔵
品
展
」（
平
成
二
十
七
年

四
月
七
日
㈫
〜
六
月
二
十
一
日
㈰
で
ご
覧

い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
（
期
間
中
、

一
部
展
示
替
え
が
ご
ざ
い
ま
す
）。

【
日
本
画
】

　

日
本
画
で
は
一
点
を
購
入
し
、
四
点
を

ご
寄
贈
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

購
入
作
品
は
本
号
の
表
紙
を
飾
る
椿つ
ば
き

椿ち
ん

山ざ
ん

《
山
海
奇
賞
図
巻
》
で
す
。
久
能
山
を

は
じ
め
と
す
る
静
岡
の
風
景
を
み
ず
み
ず

し
く
描
き
出
し
た
珠
玉
の
画
巻
。
今
後

様
々
な
展
覧
会
で
活
躍
し
、
江
戸
時
代
の

風
景
表
現
の
面
白
さ
、
奥
深
さ
を
語
っ
て

く
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

静
岡
ゆ
か
り
の
画
家
・
杉
浦
俊
香
に
よ

る
掛
幅
三
件
《
渓
山
避
暑
図
》《
山
水
図
》

《
雪
景
山
水
図
》
は
、
作
品
を
大
切
に
守

り
伝
え
て
こ
ら
れ
た
ご
遺
族
か
ら
頂
戴
し

ま
し
た
。
幕
末
に
生
ま
れ
昭
和
初
期
ま
で

を
生
き
た
俊
香
。
独
学
に
よ
り
身
に
付
け

た
と
い
う
堅
実
な
技
と
、
高
雅
な
趣
が
見

ど
こ
ろ
で
す
。

　

近
代
日
本
画
を
代
表
す
る
一
人
、
速
水

御
舟
の
作
品
も
、
ご
寄
贈
に
よ
り
こ
の
た

び
初
め
て
当
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
加
わ

り
ま
し
た
。《
芍し

ゃ
く

薬や
く

図
》
は
、
深
紅
の
花

の
艶
と
、
葉
陰
に
雨
宿
り
す

る
雀
の
愛
ら
し
さ
を
、
そ
ぼ

降
る
繊
細
な
雨
脚
越
し
に
描

き
ま
す
。
細
密
描
写
と
情
趣

と
が
高
度
に
昇
華
さ
れ
た
画

面
は
、
御
舟
の
魅
力
を
存
分

に
伝
え
て
く
れ
ま
す
。

（
上
席
学
芸
員　

石
上
充
代
）

【
日
本
洋
画
】

　

今
年
度
の
日
本
洋
画
は
、

牧
野
宗
則
氏
か
ら
版
画
作
品

十
八
点
を
ご
寄
贈
い
た
だ
き

ま
し
た
。
牧
野
氏
は
、
静
岡

市
の
ご
出
身
で
、
版
画
の
道

一
筋
で
制
作
に
励
ん
で
来
ら

れ
ま
し
た
。
浮
世
絵
版
画
の

優
れ
た
技
法
と
創
作
版
画
の
精
神
性
と
を

融
合
し
、
富
士
山
を
は
じ
め
と
す
る
自
然

の
生
命
の
輝
き
を
見
事
に
描
い
て
い
ま

す
。
な
か
で
も
《
華
の
風
》
は
、
葛
飾
北

斎
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
色
彩
と
造
形

に
お
い
て
独
自
の
表
現
を
追
求
し
た
作
品

で
す
し
、
ま
た
《
久
遠
》
は
、〈
有
明
海

シ
リ
ー
ズ
〉
の
中
で
唯
一
の
モ
ノ
ク
ロ
ー

杉浦俊香《渓山避暑図》　1916（大正5）年以前速水御舟《芍薬図》　1923（大正12）年

牧野宗則《久遠》　1986（昭和61）年牧野宗則《華の風》　1998（平成10）年

平
成
26
年
度�

新
収
蔵
品
・
寄
贈
作
品
の
紹
介
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ム
の
作
品
で
、
そ
の
色
彩
は
深
い
精
神
性

を
た
た
え
て
い
ま
す
。
牧
野
宗
則
氏
の
卓

越
し
た
版
画
技
法
と
華
麗
な
る
表
現
を
じ

っ
く
り
と
ご
覧
く
だ
さ
い
。

（
上
席
学
芸
員　

泰
井
良
）

【
現
代
】

　

今
年
度
、
現
代
ジ
ャ
ン
ル
で
は
、
十
九

点
の
作
品
の
ご
寄
贈
が
あ
り
ま
し
た
。
こ

こ
で
は
、
そ
の
一
部
を
ご
紹
介
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

　

伊
藤
隆
史
は
、
一
九
五
八
年
に
清
水
を

拠
点
に
発
足
し
た
、
グ
ル
ー
プ
「
白
」
の

中
心
メ
ン
バ
ー
と
し
て
活
動
し
た
画
家
で

す
。
一
九
五
〇
年
代
末
か
ら
一
九
六
〇
年

代
初
頭
に
制
作
さ
れ
た
絵
画
五
点
を
ご
寄

贈
い
た
だ
き
ま
し
た
。
当
時
、
清
水
で
食

堂
を
営
ん
で
い
た
伊
藤
の
家
に
は
、
グ
ル

ー
プ
「
白
」
の
事
務
局
が
お
か
れ
て
い
ま

を
と
り
、
後
進
の
育
成
に
も
尽
力
し
た
、

長
岡
宏
の
絵
画
二
点
を
ご
寄
贈
い
た
だ
き

ま
し
た
。
長
岡
は
、
フ
ラ
ン
ス
へ
の
留
学

か
ら
帰
国
後
、
目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
す
る

美
術
の
潮
流
の
中
で
、
一
九
六
〇
年
代
末

よ
り
国
際
的
に
ひ
ろ
が
り
を
見
せ
た
、
ハ

イ
パ
ー
リ
ア
リ
ズ
ム
に
大
き
な
影
響
を
受

け
ま
し
た
。
寄
贈
作
の
一
つ
《M

IT
SU

I�
BU

ILD
IN

G

》
は
、
前
年
に
竣
工
し
た
ば

か
り
の
東
京
新
宿
の
三
井
ビ
ル
を
取
材
し

た
作
品
で
す
。

し
た
。
伊
藤
は
、
公
私
と
も
に
美
術
評
論

家
の
石
子
順
造
と
の
親
交
が
厚
く
、
当
時

の
批
評
か
ら
は
、
石
子
が
伊
藤
を
高
く
評

価
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

シ
ル
ク
ス
ク
リ
ー
ン
に
よ
る
ポ
ス
タ
ー

二
点
も
ま
た
、
石
子
順
造
ゆ
か
り
の
作
品

で
す
。《『
漫
画
主
義
』N

o.1-4

》
は
、
石

子
が
若
い
編
集
者
と
同
人
を
結
成
し
発
行

し
た
、漫
画
批
評
同
人
誌
の
ポ
ス
タ
ー
で
、

赤
瀬
川
原
平
が
デ
ザ
イ
ン
を
担
当
し
ま
し

た
。
石
子
の
呼
び
か
け
で
、
谷
川
晃
一
、

木
村
恒
久
ら
が
立
ち
上
げ
た
、
ポ
ス
タ
ー

研
究
、
制
作
、
販
売
グ
ル
ー
プ
「
Ｑ
Ｕ
Ａ

（
ク
ア
）」
が
発
行
元
と
な
り
制
作
さ
れ
た

も
の
で
す
。
谷
川
晃
一
氏
よ
り
、
ご
本
人

が
デ
ザ
イ
ン
を
手
が
け
た
、
ゴ
ダ
ー
ル
映

画
祭
の
ポ
ス
タ
ー
と
と
も
に
ご
寄
贈
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

一
九
六
六
年
に
、静
岡
で
結
成
さ
れ
た
、

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

嵯
峨
篤
の
《Repose/009-017

》
は
、

家
具
や
建
具
な
ど
日
用
品
に
広
く
使
わ
れ

る
Ｍ
Ｄ
Ｆ
を
素
材
に
し
て
、
表
面
に
塗
装

と
研
磨
を
繰
り
返
し
制
作
さ
れ
た
作
品
で

す
。
最
小
限
に
切
り
詰
め
ら
れ
た
形
と
色

が
、
デ
リ
ケ
ー
ト
な
光
沢
を
際
立
て
て
い

ま
す
。

　

貴
重
な
作
品
を
ご
寄
贈
く
だ
さ
い
ま
し

た
皆
様
に
は
、
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま

す
。�

（
上
席
学
芸
員　

川
谷
承
子
）

赤瀬川原平《『漫画主義』No.1-4ポスター／QUA発行》
1969（昭和44）年

淀井敏夫《幼いキリン・堅い土》　（石膏原型）1985（昭和60）年伊藤隆史《現代人Ａ》　1959（昭和34）年

　

磯
辺
行
久
の
《
パ
ラ
シ
ュ

ー
ト
・
キ
ャ
ノ
ピ
ー
》
は
、

自
然
現
象
と
深
く
関
わ
る
屋

外
で
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
記

録
を
版
画
に
し
た
も
の
で

す
。
磯
辺
を
、
後
の
環
境
計

画
へ
の
探
求
へ
と
導
い
た
作

品
の
一
つ
で
す
。

　

彫
刻
家
、
淀
井
敏
夫
は
、

動
物
の
中
で
も
伸
び
や
か
な

肢
体
を
持
つ
キ
リ
ン
を
好

み
、
繰
り
返
し
表
現
し
ま
し

た
。
石
膏
原
型
《
幼
い
キ
リ

ン
・
堅
い
土
》
も
そ
の
一
つ

で
、
石
膏
直
付
け
の
手
法
で

具
象
彫
刻
を
追
求
し
た
、
制

作
の
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
を
知

グ
ル
ー
プ
「
幻
触
」
の
メ
ン

バ
ー
飯
田
昭
二
の
、
鏡
に
よ

る
ト
リ
ッ
ク
を
巧
み
に
生
か

し
た
作
品
《H

alf�and�
H

alf

》
は
、
地
元
静
岡
で
お

こ
っ
た
前
衛
集
団
の
活
動
を

今
に
伝
え
る
貴
重
な
、
当
時

の
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
品
で
す
。

　

長
ら
く
静
岡
大
学
で
教
鞭
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研究ノ ー ト

　

日
本
で
キ
リ
ス
ト
教
系
の
雑
誌
が
定
期
的
に
刊

行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
八
八
〇
年
代
以

降
で
あ
る
（
註
1
）。
こ
れ
ら
に
掲
載
さ
れ
た
図
版

は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
挿
絵
で
あ
れ
、
何
ら
か
の
原
図

を
元
と
す
る
模
写
で
あ
れ
、
開
国
後
の
日
本
で
ど

の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
主
題
の
作
品
が
存
在
し
た

か
を
知
る
上
で
の
一
次
資
料
と
な
る
。
こ
の
小
論

で
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
系
雑
誌
の
『
公
教
雑
誌
』
に

焦
点
を
当
て
、
同
誌
と
、
フ
ラ
ン
ス
留
学
を
経
た

山
本
芳
翠
（
一
八
五
〇
・
嘉
永
三
〜
一
九
〇
六
・

明
治
三
九
年
）
と
合
田
清
（
一
八
六
二
・
文
久
二

〜
一
九
三
八
・
昭
和
十
三
年
）
と
が
一
八
八
八
（
明

治
二
一
）
年
に
開
設
し
た
洋
画
塾
・
生
巧
館
と
の

関
係
か
ら
、
明
治
期
の
キ
リ
ス
ト
教
画
を
め
ぐ
る

状
況
の
一
端
を
紹
介
す
る
（
註
2
）。

『
公
教
雑
誌
』
は
、
パ
リ
外
国
宣
教
会
の
司
祭
た

ち
に
よ
っ
て
一
八
八
九
（
明
治
二
二
）
年
十
一
月

に
創
刊
さ
れ
、
そ
の
後
二
度
の
改
称
を
経
て
（
註

3
）、
一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
四
月
の
九
三
号

で
終
刊
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
人
司
祭
ら
の
原
稿
を
日

本
人
信
者
が
翻
訳
し
た
内
容
は
、
布
教
の
み
な
ら

ず
、
教
説
・
学
説
・
雑
録
の
ほ
か
、
時
事
問
題
な

ど
も
扱
う
総
合
教
養
誌
的
性
格
を
呈
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
特
質
は
同
誌
の
挿
図
に
も
反
映
さ
れ

た
。
創
刊
号
か
ら
五
六
号
ま
で
、
キ
リ
ス
ト
教
主

題
に
限
ら
ず
毎
号
二
か
ら
三
件
挿
入
さ
れ
た
全
一

六
七
件
に
及
ぶ
図
版
は
質
量
両
面
で
非
常
に
豊
富

で
あ
り
（
註
4
）、同
時
代
の
キ
リ
ス
ト
教
雑
誌
の
中

で
も
群
を
抜
い
て
い
る
（
註
5
）。
加
え
て
同
誌
の

特
質
は
、
生
巧
館
と
の
密
接
な
関
係
に
あ
る
。
両

者
の
関
係
は
、
創
刊
号
及
び
二
号
の
最
終
頁
に
掲

載
さ
れ
た
生
巧
館
塾
生
募
集
広
告
か
ら
う
か
が
い

知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
で

木
口
木
版
を
学
ん
だ
合
田
が
率
い
る
同
塾
版
画
部

が
「
仏
国
高
等
美
術
彫
刻
師
た
る
の
名
誉
」
を
持

ち
、「
公
教
雑
誌
の
仏
国
人
諸
氏
よ
り
過
分
の
愛

寵
」
を
得
て
、「
毎
号
に
二
三
個
の
精
密
木
版
を
彫

刻
す
へ
き
特
約
」を
結
ん
だ
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

生
巧
館
に
よ
る
挿
図
提
供
は
、
実
は
先
の
広
告

文
ど
お
り
に
は
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
が
（
註
6
）、

キ
リ
ス
ト
教
主
題
の
挿
画
に
関
し
、
次
の
二
点
で

同
館
は
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一

つ
は
、
一
六
七
件
中
十
六
件
の
キ
リ
ス
ト
教
主
題

の
図
版
の
う
ち
の
二
件
に
加
え
て
表
紙
を
制
作
し

た
こ
と
（
註
7
）、
も
う
一
つ
は
、
フ
ラ
ン
ス
由
来

と
思
わ
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
画
の
図
版
の
将
来
者
ま

た
は
掲
載
の
助
言
者
で
あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ

る
こ
と
で
あ
る
（
註
8
）。

　

一
号
か
ら
五
六
号
ま
で
一
貫
し
て
用
い
ら
れ
続

け
た
表
紙
の
制
作
を
生
巧
館
が
行
な
っ
た
こ
と

は
、
同
誌
に
お
け
る
そ
の
存
在
の
大
き
さ
を
物
語

る
（
図
1
）（
註
9
）。
主
題
や
制
作
状
況
な
ど
を

示
す
資
料
は
今
の
と
こ
ろ
見
つ
か
っ
て
い
な
い
が

（
註
10
）、
中
央
の
一
段
高
い
所
に
両
手
を
上
げ
て

立
つ
人
物
、
そ
の
左
右
に
分
か
れ
た
様
々
な
ポ
ー

ズ
と
表
情
の
人
物
群
は
、
キ
リ
ス
ト
と
十
一
人
の

使
徒
た
ち
だ
ろ
う
。
図
像
と
し
て
は
、
弟
子
が
一

人
不
足
し
て
い
る
も
の
の
「
山
上
の
垂
訓
」、
ま

た
は
復
活
後
「
使
徒
た
ち
に
使
命
を
与
え
る
キ
リ

ス
ト
」
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
合
田
清
お
よ

び
生
巧
館
草
創
期
に
下
絵
を
版
画
部
の
た
め
に
制

作
し
た
山
本
芳
翠
の
作
品
中
に
類
似
の
キ
リ
ス
ト

教
画
は
見
ら
れ
ず
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
絵
画
を
描

い
た
と
す
る
資
料
も
見
当
た
ら
な
い
た
め
、
少
な

く
と
も
こ
れ
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
挿
絵
で
あ
る
可
能

性
は
低
い
。
何
ら
か
の
原
図
を
模
写
し
た
と
す
る

資
料
も
、
ま
た
参
照
源
と
類
推
さ
れ
る
作
品
も
今

の
と
こ
ろ
見
つ
か
っ
て
い
な
い
が
、
恐
ら
く
合
田

ま
た
は
山
本
が
渡
仏
中
に
入
手
し
た
作
例
を
元

に
、
生
巧
館
が
木
口
木
版
で
彫
版
し
た
複
製
図
版

で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
、
一
八
八
九
（
明
治
二

二
）
年
と
い
う
早
い
段
階
で
日
本
人
が
キ
リ
ス
ト

教
絵
画
を
制
作
し
た
貴
重
な
作
例
と
言
え
る
。

　

次
に
生
巧
館
制
作
以
外
の
キ
リ
ス
ト
教
主
題
の

挿
画
に
つ
い
て
。
全
十
六
件
の
宗
教
画
図
版
の
中

の
九
件
に
は
、
イ
メ
ー
ジ
の
下
にExtrait�du�

Pèlerin

と
い
う
記
銘
が
あ
る
。「
巡
礼
者
選
集
」

と
で
も
訳
せ
る
こ
れ
ら
の
図
版
に
は
、「
仏
国
美

術
木
版
」
お
よ
び
「
仏
国
巴
里
印
刷
」
の
但
し
書

き
が
つ
い
て
い
る
。
よ
っ
て
、
恐
ら
く
は
冊
子
体

『公教雑誌』と生巧館
上席学芸員　南　美幸

図１『公教雑誌』2号表紙（1889・明治22年11月）
（1995. マイクロフィルム『近代日本キリスト教新聞集成』日本図書センター　より）
東京大学文学部所蔵
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と
し
て
綴
じ
ら
れ
た
こ
の
作
例
集
の
中
か
ら
、
本

文
の
記
事
内
容
に
合
致
す
る
も
の
が
選
択
さ
れ
、

掲
載
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
選
集
の
将
来
者

と
し
て
は
、『
公
教
雑
誌
』
関
係
者
の
パ
リ
外
国

宣
教
会
司
祭
た
ち
、
ま
た
は
合
田
と
山
本
の
二
人

が
考
え
ら
れ
る
が
、
渡
仏
中
の
合
田
と
サ
ロ
ン
と

の
関
係
か
ら
、
後
者
で
あ
る
可
能
性
が
大
き
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
公
教
雑
誌
』
三
七
号
（
一
八
九
一
・
明
治
二
四

年
五
月
）
附
録
画
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
《
聖
イ
ジ

ド
ル
ス
耕
田
之
図
》
は
、
リ
ュ
ッ
ク
＝
オ
リ
ヴ
ィ

エ
・
メ
ル
ソ
ン
（M

ERSO
N

,�Luc-O
livier.�

一

八
四
六
〜
一
九
二
〇
）
の
《
耕
す
人
、
聖
イ
シ
ド

ー
ル
ス
》（
註
11
）
を
原
画
と
し
て
、レ
オ
ン
・
ル
イ
・

シ
ャ
ポ
（CH

A
PO

N
,�Léon-Louis.

一
八
三
六

〜
一
九
一
八
？
）
が
木
版
画
で
複
製
し
た
作
品
で

あ
る
（
図
2
）。
メ
ル
ソ
ン
の
油
彩
画
、
シ
ャ
ポ

の
木
版
画
は
、
と
も
に
一
八
八
三
（
明
治
十
六
）

年
の
サ
ロ
ン
に
出
品
さ
れ
た
（
註
12
）。
一
八
八
〇

（
明
治
十
三
）
年
か
ら
七
年
間
に
わ
た
る
渡
仏
中
、

合
田
は
一
八
八
五
（
明
治
十
八
）
年
と
翌
年
の
二

回
に
わ
た
っ
て
サ
ロ
ン
出
品
を
果
た
し
て
お
り
、

こ
れ
ら
は
何
れ
も
油
彩
画
を
木
口
木
版
で
複
製
し

た
作
品
で
あ
る
（
註
13
）。
あ
く
ま
で
推
測
の
域
を

出
な
い
が
、
一
八
八
三
（
明
治
十
六
）
年
の
サ
ロ

ン
を
合
田
が
訪
れ
、
複
製
版
画
で
あ
る
シ
ャ
ポ
の

作
品
を
実
見
し
、
注
目
し
た
可
能
性
は
否
定
で
き

な
い
。
と
す
る
と
、「
巡
礼
者
選
集
」
図
版
の
将

来
者
で
は
な
い
に
し
て
も
、
最
新
の
フ
ラ
ン
ス
美

術
の
動
向
に
触
れ
た
結
果
、
同
号
に
ふ
さ
わ
し
い

挿
画
の
転
載
を
助
言
し
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら

れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
註
14
）。

　

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
事
実
と
推
測
は
さ
さ
や

か
で
は
あ
る
が
、
明
治
期
の
キ
リ
ス
ト
教
絵
画
の

流
入
・
受
容
・
普
及
を
検
討
す
る
際
、
欠
く
べ
か

ら
ざ
る
事
例
で
あ
ろ
う
。

1　

明
治
政
府
に
よ
り
キ
リ
ス
ト
教
が
解
禁
さ
れ
た
の

は
、
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
二
月
二
四
日
。

2　

明
治
二
十
年
代
初
め
か
ら
明
治
三
十
年
代
初
め
の
日

本
の
美
術
界
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
主
題
と
す
る
作
品

は
、
美
術
家
に
よ
る
制
作
の
面
で
も
、
ま
た
展
覧
会
な

ど
の
公
開
の
面
で
も
、
い
ま
だ
一
般
的
で
は
な
か
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
下
記
の
拙
稿
参
照
。
二
〇
一
四
年
、
南

美
幸
「
下
岡
蓮
杖
の
キ
リ
ス
ト
教
絵
画
―
〈
手
本
〉
を

中
心
と
す
る
考
察
」（『
静
岡
県
立
美
術
館
紀
要　

第
二

九
号
』
十
一
〜
二
〇
頁
）。

3　

四
二
号（
一
八
九
一
年
七
月
）ま
で
が『
公
教
雑
誌
』、

四
三
号
（
一
八
九
一
年
八
月
）
か
ら
五
六
号
（
一
八
九

二
年
二
月
）
ま
で
が
『
公
教
学
術
雑
誌
』、五
七
号
（
一

八
九
二
年
四
月
）
以
降
が
『
日
本
公
教
雑
誌
』。

4　

九
三
号
ま
で
全
号
の
目
次
を
調
査
し
た
結
果
に
基
づ

く
。
五
七
号
以
降
図
版
は
極
端
に
少
な
く
な
る
。
以
下

の
分
類
は
本
文
の
後
述
と
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。
一

号
か
ら
五
六
号
ま
で
の
目
次
か
ら
知
ら
れ
る
総
図
版
数

は
、
表
紙
を
除
く
と
一
六
七
件
（
実
際
に
確
認
で
き
た

図
版
は
一
二
六
件
）。
こ
の
一
六
七
件
の
図
版
の
う
ち
、

主
題
別
に
み
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
主
題
は
表
紙
を
除
い

て
十
六
件
、う
ち
生
巧
館
制
作
が
二
件
、「
巡
礼
者
選
集
」

が
九
件
。
制
作
者
別
で
は
、
表
紙
を
除
き
、
一
六
七
件

の
う
ち
の
十
一
件
を
生
巧
館
が
制
作
。

5　

挿
図
の
豊
富
な
他
の
雑
誌
と
し
て
は
、
正
教
会
系
の

『
正
教
新
聞
』
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
の
『
聖
書
之
友

月
報
』（
後
続
雑
誌
『
聖
書
之
友
雑
誌
』）
が
あ
る
。

6　

件
数
と
し
て
は
全
一
六
七
件
の
一
割
を
下
回
る
十
一

件
に
過
ぎ
な
い
。
註
4
参
照
。

7　

四
号
の
挿
画
《
聖
嬰
耶
蘇
、
瑪
利
亞
、
若
瑟
之
肖
像
》

お
よ
び
十
号
の
挿
画
《
カ
タ
コ
ン
ブ
聖
堂
之
聖
堂
》。

何
れ
も
拝
見
し
た
資
料
に
は
欠
落
し
て
お
り
、
現
物
を

確
認
で
き
て
い
な
い
。

8　

西
田
武
雄
に
よ
れ
ば
、
合
田
は
「
帰
朝
の
際
五
百
餘

枚
の
エ
ッ
チ
ン
グ
、
木
口
木
版
、
石
版
、
鋼
版
等
の
作

品
を
将
来
し
た
」
と
い
う
。
一
九
三
四
年
、
西
田
武
雄

「
木
口
木
版
の
話
」『
エ
ッ
チ
ン
グ
』
二
五
号
、
二
六
四

頁
。

9　

二
号
以
降
の
「
生
巧
館
彫
刻
」
の
銘
が
入
れ
ら
れ
た

図
柄
と
、
記
銘
の
な
い
一
号
の
図
柄
と
が
同
じ
で
あ
る

た
め
、
創
刊
号
か
ら
生
巧
館
が
表
紙
を
提
供
し
た
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。

10　

記
事
の
中
に
挿
画
を
簡
単
に
説
明
し
た
号
も
あ
る

が
、
表
紙
に
つ
い
て
は
見
当
た
ら
な
い
。

11　

一
八
七
八
年
、
油
彩
・
キ
ャ
ン
ヴ
ァ
ス
、
ル
ー
ア
ン

美
術
館
所
蔵
。

12　

1883.�C
atalogue officiel des ouvrages de 

peintre, sculpture, architecture, gravure et 
lithographie des artistes vivantes: exposés au 
Palais des Cham

ps-É
lysées, le 15 septem

bre 
1883,�Paris,�Im

prim
eries�Réunies.

13　

一
八
八
五
（
明
治
十
八
）
年
、
フ
ラ
ン
ス
美
術
協
会

サ
ロ
ン
展
に
シ
ャ
ル
ル
・
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ロ
ウ

（LO
Y

E,�Charles�A
uguste.�

一
八
四
一
〜
一
九
〇

五
）
原
画
の
《
風
景
》
を
、
ま
た
翌
年
に
は
シ
ャ
ン
ゼ

リ
ゼ
宮
で
の
サ
ロ
ン
に
エ
ミ
ー
ル
・
ア
ダ
ン
（A

D
A

N
,�

Louis�Em
ile.

一
八
三
九
〜
一
九
三
七
）
原
画
の
《
一

日
の
終
わ
り
》
を
出
品
。
両
作
と
も
現
在
東
京
藝
術
大

学
大
学
美
術
館
所
蔵

14　

同
号
に
は
ド
ル
ワ
ー
ル
・
ド
・
レ
ゼ
ー
の
教
説
「
聖

イ
ジ
ド
ル
ス
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　

今
か
ら
二
年
前
、
当
館
に
学
芸
員
と
し
て

就
職
す
る
と
き
に
、
大
学
の
先
輩
か
ら
い
た

だ
い
た
の
が
こ
ち
ら
で
す
。「
学
芸
員
に
な

っ
た
ら
必
要
に
な
る
か
ら
」
と
い
う
こ
と
で

し
た
。
落
款
と
は
書
画
に
付
さ
れ
た
「
サ
イ

ン
」
と
「
ハ
ン
コ
」
で
、
完
成
し
た
し
る
し

で
す
。た
と
え
ば
新
収
蔵
品
の
速
水
御
舟《
芍

薬
図
》
で
は
「
御
舟
畫
」
と
い
う
署
名
と
二

種
の
印
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
作
者
だ
け
で
は

な
く
、
時
間
や
場
所
、
さ
ら
に
は
何
の
た
め

に
描
か
れ
た
の
か
と
い
っ
た
情
報
が
記
さ
れ

る
こ
と
も
あ
り
、
作
品
を
研
究
す
る
上
で
重

要
な
存
在
で
す
。
こ
の
本
で
は
、
実
際
の
作

品
を
例
に
と
り
な
が
ら
、
様
々
な
タ
イ
プ
の

落
款
が
わ
か
り
や
す
く
紹
介
さ
れ
て
い
ま

す
。
み
な
さ
ま
も
美
術
館
で
作
品
を
ご
覧
に

な
る
と
き
に
は
、
落
款
に
も
注
目
し
て
み
る

と
、思
わ
ぬ
発
見
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

（
学
芸
員　

浦
澤
倫
太
郎
）

本の窓

細
谷
恵
志

『
落
款
の
て
び
き
』

株
式
会
社
二
玄
社
　
二
〇
〇
二
年
刊
行

図２　《聖イジドルス耕田之図》『公教雑誌』37号（1891・明治24年5月）附録画
東京大学法学部付属明治新聞雑誌文庫所蔵
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美術館問わず語り

美
術
館
と
は
、
人
と
人
と
が
繋
が
る
場
で
あ

る
と
考
え
て
い
ま
す
。
静
岡
県
立
美
術
館
で
の

勤
務
を
通
じ
て
そ
の
思
い
は
よ
り
強
く
な
り
ま

し
た
。

昨
今
で
は
様
々
な
媒
体
や
手
法
で
他
者
と
繋

が
り
を
持
て
る
機
会
が
増
え
て
い
る
よ
う
で
す

が
、
一
方
で
実
感
を
伴
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
が
求
め
ら
れ
る
場
面
も
増
え
て
い
る
よ
う

に
感
じ
ま
す
。

目
と
目
を
合
わ
せ
て
言
葉
を
交
わ
し
、

笑
い
合
う
こ
と
。

自
分
の
身
体
で
素
材
に
触
れ
て

か
た
ち
を
作
っ
て
い
く
こ
と
。

と
な
り
の
人
の
手
で
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
、

そ
の
人
ら
し
さ
が
漂
っ
て
く
る
こ
と
に

気
付
く
こ
と
。

そ
れ
は
、
美
術
館
で
時
代
や
土
地
を
越
え
て

自
分
の
前
に
立
ち
現
れ
る
作
品
を
、
よ
り
深
く

鑑
賞
し
、
新
た
な
発
見
や
喜
び
を
得
ら
れ
る
人

間
を
育
て
る
こ
と
に
通
じ
て
い
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

私
が
勤
務
さ
せ
て
頂
い
た
実
技
室
は
、
そ
う

い
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
発
生
さ
せ
る

重
要
な
場
の
一
つ
で
あ
り
ま
し
た
。
年
間
を
通

じ
て
実
施
さ
れ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
一
つ
一
つ
が
体

験
す
る
人
に
と
っ
て
よ
り
良
い
も
の
と
な
る
よ

う
に
、
企
画
か
ら
講
師
の
方
と
の
や
り
取
り
、

材
料
の
用
意
、
道
具
の
手
入
れ
な
ど
の
準
備
を

し
て
い
く
時
間
は
、
私
に
と
っ
て
特
に
大
切
な

も
の
で
し
た
。
一
緒
に
そ
の
時
間
を
過
ご
す
仲

間
に
三
年
間
恵
ま
れ
た
こ
と
は
、
こ
の
静
岡
と

い
う
土
地
を
大
切
に
思
う
こ
と
に
も
繋
が
り
ま

し
た
。

た
だ
、
こ
う
い
っ
た
取
り
組
み
が
真
価
を
発

揮
す
る
に
は
時
間
が
必
要
で
す
。ま
た
、継
続
的

な
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
は
、
ス
タ
ッ
フ
の
連
携

や
意
識
の
共
有
が
あ
っ
て
為
せ
る
も
の
と
も
思

い
ま
す
。

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
経
験
を
重
ね
る
ご
と
に
、
育

て
て
頂
い
た
の
は
私
や
他
の
実
技
室
ス
タ
ッ
フ

も
同
様
で
す
。
そ
し
て
、
人
間
が
育
つ
と
い
う

こ
と
は
、
さ
さ
や
か
な
が
ら
も
そ
の
地
域
を
豊

か
に
し
て
い
く
と
信
じ
て
い
ま
す

末
尾
な
が
ら
、
美
術
館
で
出
会
っ
た
す
べ
て

の
皆
さ
ま
に
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
れ
か

ら
も
静
岡
県
立
美
術
館
に
文
化
芸
術
の
喜
び
が

満
ち
、
実
技
室
に
笑
顔
が
あ
ふ
れ
る
こ
と
を
、

心
よ
り
祈
っ
て
お
り
ま
す
。

人
を
育
て
る
場
所

前
実
技
室
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ナ
ル
ス
タ
ッ
フ

半
田
直
生実技室スタッフと（筆者は中央）

利 用 案 内
開館時間：10：00～17：30（展示室への入室は17：00まで）
休 館 日：毎週月曜日（月曜祝日の場合は開館、翌火曜日休館）

ア ク セ ス
◎ＪＲ「草薙駅」から静鉄バス「県立美術館行き」で約６分
◎静鉄「県立美術館前駅」から徒歩約15分またはバスで約３分
◎東名高速道路　静岡I.C、清水I.Cから約25分
◎新東名高速道路　新静岡I.Cから約25分

テレフォン・サービス：054－262－3737
ウェブサイト：http://www.spmoa.shizuoka.shizuoka.jp

無料託児サービス
毎週日曜日および祝日10：30～15：30
対象　6ヶ月～小学校就学前

※イベント等は都合により変更になる場合があります。
※詳細は美術館学芸課までお問い合わせください。
　（Tel：054－263－5857）

利 用 案 内
開館時間：10：00～17：30（展示室への入室は17：00まで）
休 館 日：毎週月曜日（月曜祝日の場合は開館、翌火曜日休館）

ア ク セ ス
◎ＪＲ「草薙駅」から静鉄バス「県立美術館行き」で約６分
◎静鉄「県立美術館前駅」から徒歩約15分またはバスで約３分
◎東名高速道路　静岡I.C、清水I.Cから約25分
◎新東名高速道路　新静岡I.Cから約25分

テレフォン・サービス：054－262－3737
ウェブサイト：http://www.spmoa.shizuoka.shizuoka.jp

無料託児サービス
毎週日曜日および祝日10：30～15：30
対象　6ヶ月～小学校就学前

※イベント等は都合により変更になる場合があります。
※詳細は美術館学芸課までお問い合わせください。
（Tel：054－263－5857）

〒422－8002　静岡市駿河区谷田53－2
総務課／Tel 054－263－5755　Fax 054－263－5767
学芸課／Tel 054－263－5857　Fax 054－263－5742

2014年　美連協奨励賞（美術館表彰）
展覧会名：『美少女の美術史　浮世絵からポップカルチャー、
現代美術にみる “少女” のかたち』
担当者：村上敬（上席学芸員）

2014年　美連協カタログ論文賞
「優秀論文賞」（個人表彰）【自主展部門】
論文名：『グループ「幻触」と石子順造』
執筆者：川谷承子（上席学芸員）

平成27年度 企画展スケジュール
篠山紀信展　写真力 THE PEOPLE by KISHIN
4月11日（土）〜6月21日（日）

日本・スイス国交樹立150周年記念
スイスデザイン展　SWISS DESIGN
7月11日（土）〜8月23日（日）

世界遺産登録記念　富士山　―信仰と芸術―
9月5日（土）〜10月12日（月・祝）

ふじのくに芸術祭2015
10月20日（火）〜11月３日（火・祝）

写真家の眼／版画家の眼　６つのアンソロジー
11月8日（日）〜12月９日（水）

ウィーン美術史美術館展　―風景画の誕生―
12月19日（土）〜平成28年3月21日（月・祝）

椿椿山《山海奇賞図巻》（部分）
紙本淡彩　一巻
13.5×466.5cm
1830（文政13）年

表紙の作品
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